
圓
了
に
お
け
る
真
如

天
台
教
学
か
ら
日
蓮
へ

高
橋
直
美 

t
a
k
a
h
a
s
h
i 

n
a
o
m
i

一
、
は
じ
め
に

　

井
上
圓
了
の
『
日
本
仏
教
』
（
大
正
元
年
九
月
十
日　

同
文
館
）
は
日
本
の
仏
教
教
義
や
仏
教
解
釈
の
専
門
書
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
、
初
心
者
が
仏
教
を
一
つ
の
哲
学
体
系
と
し
て
考
え
や
す
い
よ
う
に
内
容
編
成
を
行
っ
た
一
種
の
啓
蒙
書
で
あ
る
。
こ
の
な
か

で
特
に
特
記
す
べ
き
は
、
圓
了
が
仏
教
の
真
髄
と
重
ん
じ
た
「
真
如
」
を
基
幹
と
し
た
内
容
構
成
で
あ
り
、
西
洋
近
代
哲
学
の
論
法

を
摂
取
し
た
論
理
的
な
証
明
を
取
り
入
れ
て
、
宗
教
と
し
て
の
仏
教
か
ら
哲
学
と
し
て
の
仏
教
へ
の
発
想
の
転
換
を
試
み
て
い
る
点

で
あ
る
。

　

圓
了
は
本
書
の
中
で
仏
教
を
小
乗
・
権
大
乗
・
実
大
乗
に
分
類
し
、
そ
の
哲
学
的
特
徴
及
び
論
理
性
を
解
説
し
て
い
る
が
、
信
仰

が
目
的
で
な
い
た
め
、
教
え
の
浅
深
・
優
劣
等
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
教
え
を
形
成
し
て
い
る
哲
学
的
な
思
想

の
分
析
の
み
で
あ
る
た
め
、
圓
了
自
ら
「
仏
教
哲
学
」
と
命
名
し
て
い
る
。

　

仏
教
哲
学
の
中
で
、
圓
了
が
そ
の
中
心
と
し
た
の
は
「
真
如
」
で
あ
る
。
『
日
本
仏
教
』
の
第
三
十
一
節
に
、
「
真
如
は
不
生
不

滅
、
常
住
実
在
の
体
な
れ
ば
、
一
切
万
法
の
本
礎
」
で
あ
り
、
「
絶
対
」
で
あ
り
、
「
真
如
自
体
が
動
き
て
、
た
だ
ち
に
世
界
を
開
発

す
る
真
如
縁
起
」
を
説
く
な
ら
ぼ
実
大
乗
に
至
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
実
大
乗
は
コ
物
一
法
の
中
に
み
な
ご
と
ご
と
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く
非
有
非
空
の
中
道
の
理
を
具
す
る
こ
と
を
知
る
に
至
」
り
「
中
道
の
理
は
実
に
大
乗
独
特
の
妙
理
」
（
第
三
二
節
）
で
あ
る
た
め
、

天
台
の
説
く
中
道
実
相
こ
そ
が
仏
教
の
妙
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
道
の
妙
理
か
ら
、
小
乗
の
我
空
法
有
に
始
ま
り
、
非
有

非
空
の
空
仮
中
の
三
諦
論
に
至
る
ま
で
の
証
明
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
真
如
即
万
法
、
空
仮
中
の
三
諦
を
説

い
た
天
台
教
学
を
圓
了
は
仏
教
哲
学
の
絶
対
真
理
と
し
て
、
『
真
宗
哲
学
序
論
』
（
明
治
二
十
五
年
五
月
五
日　

哲
学
書
院
）
、
『
禅
宗
哲

学
序
論
』
（
明
治
二
十
六
年
六
月
十
九
日　

哲
学
書
院
∀
、
『
日
宗
哲
学
序
論
』
（
明
治
二
十
八
年
三
月
十
二
日　

哲
学
書
院
）
を
書
き
進
め

て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
真
如
に
つ
い
て
は
、

　
　

仏
教
の
哲
学
上
に
て
は
宇
宙
の
本
体
を
指
し
て
真
如
と
い
う
。
真
如
と
は
真
実
不
変
の
義
に
し
て
そ
の
本
体
の
変
化
な
く
生
滅

　
　

な
く
、
永
住
実
在
す
る
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
宇
宙
間
に
現
見
せ
る
物
心
万
象
を
万
法
と
い
う
。
（
第
六
節
）

と
し
て
、
そ
の
存
在
を
規
定
し
て
い
る
。

　

仏
教
哲
学
は
森
羅
万
象
の
現
象
や
構
造
を
も
解
き
明
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
圓
了
は
、

宇
宙
誌
擁

と
分
類
（
第
六
節
）
し
て
、
相
互
関
連
を
述
べ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
宗
教
の
場
合
、
哲
学
と
異
な
り
、
森
羅
万
象
の
一
つ
で
あ
る
我
々
が
、
森
羅
万
象
の
本
体
で
あ
る
真
如
に
接
触
融
合
す

る
方
法
が
大
切
と
な
る
。
仏
教
の
法
理
（
哲
学
的
要
素
）
の
み
で
は
、
単
な
る
思
想
哲
学
に
ほ
か
な
ら
ず
、
宗
教
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
る
。
宗
教
と
は
「
信
」
と
修
行
法
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
圓
了
が
真
如
を
求
め
た
理
由
も
、
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煩
悩
の
迷
雲
を
払
い
去
り
て
真
如
浬
磐
に
合
体
す
る
に
至
れ
ば
、
す
な
わ
ち
成
仏
に
し
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
仏
と
は
吾
人
が
煩

　
　

悩
を
断
尽
し
て
、
浬
築
を
証
得
す
る
に
至
り
た
る
境
涯
を
い
う
に
外
な
ら
ぬ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
節
）

と
あ
る
よ
う
に
、
仏
の
究
極
の
悟
り
を
得
る
た
め
で
、
そ
の
悟
り
が
成
仏
（
大
乗
仏
教
に
お
け
る
最
終
目
標
）
に
導
く
。
こ
の
よ
う

な
、
煩
悩
か
ら
真
如
浬
磐
に
至
る
道
こ
そ
が
、
仏
道
修
行
で
あ
る
。

　

圓
了
は
こ
の
よ
う
な
法
理
を
、
因
果
論
、
物
心
二
元
論
、
唯
識
論
、
唯
心
論
等
か
ら
多
角
的
に
証
明
し
検
討
し
て
い
る
。
仏
教
を

あ
く
ま
で
も
大
哲
学
大
系
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
圓
了
は
独
特
の
試
み
と
し
て
、
仏
教
哲
理
を
、
西
洋
哲
学
的
証
明
、
心
理
的
証
明
、
国
家
論
・
人
権
思
想
等
を
も
と
に

究
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
圓
了
に
対
す
る
樗
牛
の
賛
同

　

同
時
代
の
評
論
家
・
高
山
樗
牛
は
浄
土
真
宗
に
対
し
て
種
々
批
判
を
し
て
い
る
（
明
治
三
十
三
年
七
月
の
『
太
陽
』
掲
載
「
奇
怪
な
る

保
守
思
想
」
）
。
明
治
三
十
三
年
五
月
の
『
太
陽
』
掲
載
の
「
東
本
願
寺
と
村
上
専
精
」
で
、
村
上
専
精
の
真
宗
改
革
を
一
部
評
価
し

て
い
る
も
の
の
、
盛
ん
に
宗
門
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
真
宗
ゆ
か
り
の
井
上
圓
了
に
対
し
て
は
、

　
　

◎
井
上
圓
了
氏
の
「
甫
水
論
集
」
は
必
ず
世
上
に
歓
迎
さ
れ
る
べ
し
、
所
謂
る
護
國
愛
理
の
二
主
義
を
標
榜
し
、
野
に
あ
り
て

　
　
　

哲
學
的
知
識
の
普
及
に
力
め
た
る
氏
が
二
十
年
來
の
経
歴
は
、
今
の
操
持
な
き
學
者
聞
に
は
兎
も
角
も
珍
し
き
事
例
た
る
を

　
　
　

失
は
ず
。
其
言
概
ね
平
明
に
し
て
解
し
易
く
、
事
を
浅
近
に
假
り
て
理
を
高
遠
に
託
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
『
樗
牛
全
集　

第
四
巻
』
「
無
題
録
」
明
治
三
十
五
年
五
月　

八
六
六
頁
）
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と
あ
る
よ
う
に
絶
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
護
国
愛
理
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
樗
牛
に
と
っ
て
も
理
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
だ
け
の
要
因
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

当
時
の
流
行
作
家
で
あ
っ
た
樗
牛
は
、
そ
の
作
品
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
主
義
を
唱
え
た
井
上
哲
次
郎
や
『
真
理
金
針
』
を

著
し
た
明
治
仏
教
改
革
運
動
家
の
井
上
圓
了
を
時
代
の
先
駆
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
思
想
に
感
化
さ
れ
て
い
た
感
が
あ
る
。
特
に
、

晩
年
、
田
中
智
学
の
国
柱
会
に
接
近
し
日
蓮
主
義
に
目
覚
め
て
か
ら
は
、
圓
了
の
仏
教
観
を
大
い
に
礼
賛
す
る
よ
う
に
な
り
、
「
無

題
録
」
に
、

　
　

◎
氏
は
佛
教
教
理
に
於
て
台
家
の
所
謂
る
事
観
の
妙
法
に
よ
る
も
の
の
如
し
。
佛
教
の
厭
世
教
に
非
ざ
る
を
主
張
し
、
眞
如
開

　
　
　

登
の
現
實
世
界
に
即
し
て
直
に
安
立
の
地
盤
を
求
む
べ
き
を
説
く
と
こ
ろ
、
浄
土
念
佛
の
厭
離
思
想
を
取
ら
ず
し
て
、
寧
ろ

　
　
　

日
宗
哲
學
の
一
念
三
千
の
眞
意
に
近
し
と
謂
ふ
べ
し
。
『
将
來
の
佛
教
に
就
い
て
日
蓮
宗
諸
師
に
望
む
』
の
一
篇
も
、
亦
氏

　
　
　

の
思
想
の
傾
く
と
こ
ろ
を
見
る
べ
き
也
。

　
　

◎
子
は
佛
教
教
理
に
於
て
全
く
門
外
漢
た
り
。
然
れ
ど
も
台
家
一
流
の
此
土
寂
光
の
妙
理
を
撞
充
し
て
一
大
現
世
教
を
建
立
し

　
　
　

た
る
の
一
事
は
、
實
に
日
蓮
上
人
の
大
卓
見
な
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
井
上
氏
の
眼
を
是
の
貼
に
着
け
た
る
は
、

　
　
　

吾
人
の
同
意
を
表
す
る
所
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
八
六
七
頁
）

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
樗
牛
が
圓
了
の
仏
教
論
に
お
け
る
「
事
の
一
念
三
千
論
」
や
「
此
土
寂
光
（
娑
婆
即
寂
光
土
）
」

に
同
感
な
い
し
親
近
感
を
抱
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
理
由
が
圓
了
の
思
想
の
根
底
に
見
え
隠
れ
す
る
日
蓮
の
教
義
（
圓
了
は
天
台

の
教
義
と
し
て
い
る
）
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

し
か
も
、
圓
了
は
キ
リ
ス
ト
教
を
排
撃
し
な
が
ら
、
同
時
に
仏
教
改
革
を
国
家
改
革
と
連
動
さ
せ
よ
う
と
目
論
ん
で
い
た
。
日
本

主
義
・
国
家
改
良
を
考
え
て
い
た
樗
牛
に
は
そ
の
思
想
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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樗
牛
が
日
蓮
主
義
に
な
っ
た
原
因
を
は
っ
き
り
と
そ
の
著
作
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
明
治
三
十
三
年
に
病
気
の
た
め
渡
欧

を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
死
に
至
る
病
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
現
実
に
打
ち
の

め
さ
れ
た
樗
牛
が
、
現
実
に
打
ち
勝
ち
、
現
実
を
変
え
得
る
力
を
「
超
人
」
日
蓮
に
見
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の

仏
教
に
対
す
る
思
い
が
圓
了
と
感
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
真
宗
哲
学
序
論
』
の
第
三
十
七
節
、
三
十
八
節
を
見
る
と
、
圓
了
が
仏

教
界
か
ら
去
っ
た
要
因
の
一
つ
に
改
革
の
で
き
得
な
い
浄
土
真
宗
の
旧
態
依
然
と
し
た
体
質
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
考
え

ら
れ
る
。
圓
了
の
真
宗
に
対
す
る
改
革
要
求
は
、
当
時
の
田
中
智
学
が
日
蓮
宗
改
革
に
要
求
し
た
内
容
と
ほ
と
ん
ど
重
複
し
て
い

る
。三

、
圓
了
の
天
台
宗
教
学
観
と
実
際
宗

　

前
述
の
通
り
、
圓
了
は
実
大
乗
は
真
如
が
宇
宙
の
本
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
定
め
、
そ
の
本
体
と
万
法
と
の
関
係
に
つ
い
て

中
道
を
立
て
て
説
明
し
て
い
る
（
『
日
本
佛
教
』
第
三
十
三
節
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

同
書
第
五
十
二
節
で
は
、
真
如
は
不
動
で
あ
れ
ば
絶
対
無
差
別
で
あ
る
が
、
一
度
動
け
ば
因
果
の
作
用
に
よ
っ
て
諸
法
諸
象
を
開

眼
す
る
と
し
、
こ
れ
を
事
実
と
す
る
時
、
因
果
の
理
法
は
真
如
自
体
に
固
有
す
る
と
述
べ
、
こ
れ
を
天
台
で
は
「
本
具
」
と
呼
び
、

因
果
と
真
如
は
相
離
し
な
い
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
を
図
式
で
表
せ
ば
、
「
真
如
（
体
）
1
因
果
（
用
∀
1
万
法
（
相
）
」
（
同
第
五
十
三

節
）
の
真
如
縁
起
と
な
り
、
真
如
即
万
法
の
絶
対
的
一
元
主
義
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ゆ
え
に
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
浬
磐
の
理

法
か
ら
、
一
切
衆
生
皆
悉
成
仏
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
万
法
す
な
わ
ち
真
如
で
あ
る
ゆ
え
に
、
実
大
乗
の

理
論
で
は
「
国
土
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
前
述
の
通
り
、
天
台
に
は
空
仮
中
の
三
諦
と
い
う
法
門
が
あ
る
が
、
圓
了
は
同
書
第
四
十
三
節
で
、
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三
観
と
は
三
諦
の
妙
理
を
観
察
照
見
す
る
こ
と
に
し
て
、
三
諦
と
は
空
諦
、
仮
諦
、
中
諦
の
三
種
の
原
理
の
こ
と
で
あ
る
。
た

　
　

と
え
ば
一
念
の
心
に
三
千
の
諸
法
を
具
す
る
と
同
時
に
、
事
理
不
二
な
れ
ば
、
こ
れ
は
仏
、
こ
れ
は
凡
夫
、
こ
れ
は
鬼
と
そ
れ

　
　

ぞ
れ
差
別
を
付
け
て
、
本
来
別
物
な
り
と
定
む
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
（
略
∀

　
　
　

こ
の
三
諦
の
妙
理
を
観
照
す
る
方
を
三
観
と
い
う
。
三
観
は
智
慧
に
し
て
、
三
諦
は
そ
の
対
象
た
る
理
の
こ
と
だ
。
故
に
三

　
　

諦
三
観
と
は
そ
の
名
異
な
れ
ど
も
、
そ
の
体
は
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
吾
人
の
一
心
に
具
す
る
も
の
と
観
了
す
る
方
を
一
心
三

　
　

観
と
申
す
。
故
に
も
し
吾
人
が
三
観
の
智
慧
を
も
っ
て
、
三
諦
の
妙
理
を
徹
照
す
る
に
至
ら
ば
、
一
切
の
国
土
は
み
な
浄
土
と

　
　

な
り
て
現
じ
、
一
切
の
物
類
は
み
な
仏
と
な
り
て
現
ず
べ
し
と
説
い
て
お
る
。
こ
の
一
念
三
千
、
一
心
三
観
は
天
台
の
教
理
の

　
　

第
一
の
要
義
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
そ
の
略
解
を
述
べ
た
次
第
で
あ
る
。

と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
よ
り
仏
教
の
相
即
不
離
、
融
通
無
擬
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
圓
了
は
こ
れ
を
完
全

な
真
理
、
中
道
の
極
理
と
し
て
絶
賛
し
て
い
る
。
圓
了
の
仏
教
哲
学
の
基
本
姿
勢
は
相
即
不
離
の
二
様
並
存
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
こ
の
理
念
を
用
い
れ
ば
、
仏
教
の
あ
ら
ゆ
る
教
え
が
一
つ
に
収
敏
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
小
乗
に
お
け
る
仏
と
衆
生
の
差
別
は
、
実
大
乗
に
な
る
と
、
一
念
三
千
と
諸
法
実
相
の
関
係
か
ら
、
衆
生
の
一
念
に

あ
る
仏
界
も
宇
宙
の
法
界
か
ら
仏
界
即
法
界
と
な
る
。
こ
れ
は
、
衆
生
が
凡
夫
で
あ
る
時
は
仏
と
衆
生
と
に
差
別
が
生
じ
て
い
る

が
、
即
身
成
仏
の
境
涯
を
得
た
と
き
に
は
同
じ
衆
生
で
あ
っ
て
も
、
仏
と
衆
生
と
に
差
は
生
じ
な
い
（
平
等
）
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

圓
了
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ま
と
め
て
、
仏
教
の
諸
説
は
畢
寛
天
台
の
理
論
の
順
序
を
転
じ
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
、
「
余
は
天

台
を
も
っ
て
理
論
の
極
点
と
な
す
」
（
『
真
宗
哲
學
序
論
』
第
十
四
節
）
と
し
て
、
「
故
に
そ
の
説
は
完
全
の
真
理
を
有
す
る
も
の
と
断

定
し
て
可
な
り
。
」
（
同
第
十
三
節
）
と
絶
賛
し
て
い
る
。
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確
か
に
、
仏
教
は
す
べ
て
釈
尊
の
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
圓
了
の
発
想
は
こ
こ
に
端
を
発
し
て
お
り
、
実
際
、
主
な
宗
派
の
教
義

に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
義
や
修
行
法
が
な
ぜ
異
な
る
の
か
、
そ
の
教
え
の
浅
深
優
劣
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
追
求
し
て
い
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
浄
土
門
も
日
蓮
宗
も
天
台
教
学
を
基
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
『
真
宗
哲
学
序
論
』
第
十
節
に
「
宗
教
諸
説
の
一

致
」
と
題
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
を
智
力
的
宗
教
と
感
情
的
宗
教
と
に
区
別
し
、

　
　

ま
ず
、
智
的
宗
教
は
平
等
の
道
理
に
基
づ
き
、
感
情
的
宗
教
は
差
別
の
境
遇
に
よ
り
て
組
織
せ
る
も
の
な
れ
ば
、
二
者
一
致
合

　
　

同
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
が
ご
と
し
と
い
え
ど
も
、
も
し
、
平
等
差
別
そ
の
理
一
な
る
ゆ
え
ん
を
知
る
と
き
は
、
こ
の
二
教
の

　
　

相
離
れ
ざ
る
ゆ
え
ん
、
な
ら
び
に
一
方
ひ
と
り
真
理
に
し
て
他
方
全
く
非
真
理
な
る
に
あ
ら
ざ
る
ゆ
え
ん
を
知
る
べ
し
。

と
相
即
不
離
の
真
理
を
述
べ
、
同
第
三
四
節
で
、

　
　

い
か
な
る
道
理
に
て
も
必
ず
相
反
の
理
あ
る
も
の
に
て
、
そ
の
相
反
の
理
ま
た
互
い
に
相
連
な
り
て
表
裏
相
離
れ
ざ
る
も
の
な

　
　

り
。
こ
れ
を
さ
き
に
二
様
並
存
、
一
体
両
面
の
関
係
と
い
う
。
も
し
そ
の
相
反
二
様
の
理
を
全
く
相
離
れ
た
る
も
の
と
固
執
し

　
　

て
、
そ
の
一
体
連
合
の
理
を
知
ら
ざ
る
も
の
は
偏
見
の
非
真
理
に
し
て
、
そ
の
理
を
知
る
も
の
は
中
道
の
真
理
な
り

と
述
べ
て
い
る
。
圓
了
は
「
仏
教
は
徹
頭
徹
尾
こ
の
中
道
の
真
理
に
よ
り
て
組
織
」
（
同
）
し
て
お
り
、
真
宗
の
三
原
理
（
表
…
差

別
・
感
情
・
啓
示
）
と
聖
道
門
の
表
面
（
平
等
・
智
力
・
道
理
）
は
前
後
表
裏
の
違
い
は
あ
る
が
そ
の
総
和
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
聖

道
門
が
真
理
で
あ
り
完
全
な
宗
教
な
ら
ば
、
浄
土
門
も
同
様
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
圓
了
の
い
う
二
様
並
存
・
一
体
両
面
は
、

「
真
如
即
万
法
、
万
法
即
真
如
」
「
相
即
不
離
、
融
通
無
擬
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
み
な
非
有
非
空
、
亦
有
亦
空
の
中
道
の
性
質
作
用

を
表
現
し
て
い
る
た
め
、
実
際
的
感
情
宗
（
浄
土
門
）
と
実
際
宗
的
智
力
宗
（
日
蓮
宗
）
の
二
門
が
兼
備
す
る
と
こ
ろ
に
仏
教
の
完

全
性
が
あ
る
（
同　

第
十
一
節
）
と
い
う
。
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結
局
、
圓
了
の
述
べ
る
実
際
宗
と
は
、
「
三
界
唯
一
心
、
ま
た
は
一
切
皆
成
仏
、
ま
た
は
煩
悩
即
菩
提
の
天
台
、
華
厳
の
諸
宗
に

て
定
む
る
原
理
に
基
づ
き
て
宗
意
を
立
て
」
た
「
仏
教
の
一
大
革
新
」
（
『
日
本
佛
教
』
第
六
十
九
節
）
な
の
で
あ
る
。

　

圓
了
の
仏
教
哲
学
は
中
道
実
相
と
空
仮
中
の
三
諦
を
極
理
（
完
全
な
真
理
）
と
す
る
（
同
第
十
三
節
）
。
ゆ
え
に
、
「
余
は
天
台
を
も

っ
て
理
論
の
極
点
と
な
す
」
（
第
十
四
節
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
相
即
不
離
、
融
通
無
擬
」
の
信
念
か
ら
、
圓
了
は
天
台
教
学
を
唯

一
無
二
の
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
先
に
述
べ
た
如
く
総
て
の
仏
教
に
共
通
す
る
表
裏
併
せ
持
つ
本
体
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
圓
了
の
仏
教
解
釈
は
、
そ
の
活
動
の
は
じ
め
よ
り
、
仏
教
全
般
の
活
性
に
つ
い
て
の
改
革
を
試
み
た
こ
と
と
深
い
関

係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
と
異
な
り
、
一
貫
し
た
哲
学
の
上
に
成
立
す
る
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
教
団
組
織

か
ら
権
力
等
の
俗
世
を
排
除
す
る
と
、
そ
こ
に
は
純
正
哲
学
が
残
る
。
し
か
も
、
仏
教
は
仁
義
礼
智
の
徳
や
情
さ
え
内
包
し
て
い
る

の
で
、
国
家
に
と
っ
て
も
有
益
と
な
り
、
仏
教
に
よ
る
国
民
統
合
、
国
家
の
安
泰
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

圓
了
は
実
家
が
浄
土
真
宗
の
寺
で
あ
り
、
そ
の
跡
取
り
と
し
て
養
育
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
真
宗
大
谷
派
東
本
願
寺
に
入
る
で
も

な
く
、
浄
土
真
宗
の
熱
心
な
信
徒
と
い
う
風
で
も
な
い
。
一
見
す
る
と
、
宗
教
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
興
味
の
な
い
よ
う
に
思
え
る

が
、
そ
れ
は
仏
教
を
一
つ
の
体
系
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
た
め
、
宗
派
別
と
い
う
よ
り
は
仏
教
全
体
に
対
す
る
強
い
想
い
と
い
う
こ

と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
前
述
「
二
様
並
存
・
一
体
両
面
」
の
思
考
か
ら
も
推
測
で
き
、
ま
た
圓
了
の
残
し
た
「
南
無
絶
対

無
限
尊
」
と
い
う
祈
り
の
言
葉
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
思
考
に
は
、
仏
教
を
各
宗
派
の
違
い
に
と
ら
わ
れ
ず
、
万
物
の
法
理
、
社
会
の
モ
ラ
ル
と
位
置
付
け
た
圓
了
の
考
え

方
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
圓
了
の
代
表
作
『
真
理
金
針
』
（
明
治
十
九
年　

山
本
留
吉
）
（
続
編
）
本
論
（
一
四
一
頁
）
に
も
、
「
民
利
を
興
し
国
益
を
進
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め
、
近
く
は
一
家
の
安
全
を
保
ち
、
遠
く
は
一
国
の
富
強
を
助
け
、
人
を
し
て
一
見
し
て
仏
教
の
国
家
に
稗
益
あ
る
ゆ
え
ん
」
が
大

切
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
圓
了
が
万
法
の
基
幹
と
し
た
の
が
天
台
教
学
で
あ
り
、
仏
教
を
信
仰
と
い
う
よ
り
は
、
現
実
的
・
実
用
的
な

哲
学
と
し
て
国
家
社
会
の
改
造
と
関
連
さ
せ
て
見
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
日
本
仏
教
と
も
言
え
る
実
践
的
な
鎌
倉

仏
教
を
「
実
際
宗
」
（
禅
宗
・
浄
土
二
宗
・
日
蓮
宗
）
と
呼
ん
で
重
視
し
た
こ
と
も
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
『
真
理
金
針
』
続
編
（
一
四
九

頁
）
に
「
宗
教
は
社
会
進
化
の
際
、
自
然
に
世
間
に
現
出
し
社
会
と
共
に
発
達
し
て
き
た
る
を
も
っ
て
、
決
し
て
社
会
を
離
れ
て
存

す
べ
き
理
な
し
」
と
あ
る
こ
と
や
、
真
宗
の
「
王
法
為
本
」
、
天
台
の
「
円
融
相
即
の
法
門
よ
り
み
る
に
、
世
間
を
離
れ
て
出
世
間

な
く
、
世
法
を
離
れ
て
仏
法
な
き
を
も
っ
て
、
社
会
の
目
的
を
達
す
る
は
す
な
わ
ち
仏
教
の
目
的
を
達
す
る
な
り
」
と
あ
る
こ
と
な

ど
も
関
係
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
禅
宗
と
浄
土
宗
及
び
浄
土
真
宗
、
そ
し
て
日
蓮
宗
は
鎌
倉
仏
教
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
教
え
は
全
く
異
な
っ

て
い
る
た
め
、
圓
了
の
よ
う
に
一
括
し
て
「
実
際
宗
」
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
圓
了
は
鎌
倉
仏
教
を
世
の

中
と
の
関
係
に
お
い
て
「
実
際
」
的
と
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
圓
了
が
信
仰
者
と
い
う
よ
り
も
啓
蒙
家
で
あ
る
証
明
で
あ
ろ

う
。四

、
日
蓮
宗

　

浄
土
真
宗
の
寺
に
生
ま
れ
育
っ
た
井
上
圓
了
は
、
浄
土
真
宗
の
み
な
ら
ず
、

る
。

　

日
蓮
宗
に
つ
い
て
圓
了
は
『
日
宗
哲
学
序
論
』
の
第
一
節
で
、

天
台
教
学
及
び
日
蓮
教
義
に
強
い
共
感
を
示
し
て
い
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ひ
と
り
真
宗
、
日
蓮
宗
に
至
り
て
は
日
本
開
立
の
新
宗
な
り
。
そ
の
宗
な
お
三
国
の
相
承
伝
灯
を
説
く
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を

　
　

わ
が
国
に
適
用
す
る
に
至
り
て
は
、
哲
学
上
千
歳
未
発
の
真
理
を
開
顕
し
、
実
際
上
日
本
独
特
の
宗
教
を
組
織
せ
り
。
こ
れ
に

　
　

お
い
て
シ
ナ
特
色
の
厭
世
的
仏
教
は
一
変
し
て
、
世
間
的
も
し
く
は
国
家
的
宗
教
と
な
れ
り
。
な
か
ん
ず
く
日
蓮
宗
は
西
洋
の

　
　

い
わ
ゆ
る
楽
天
教
な
り
。

と
述
べ
、
ま
た
、

　
　

け
だ
し
日
蓮
宗
の
哲
理
は
実
に
高
う
し
て
か
つ
深
く
、
仏
教
中
の
玄
の
ま
た
玄
、
妙
の
ま
た
妙
な
る
も
の
な
り
。
故
に
こ
れ
を

　
　

呼
び
て
、
妙
宗
と
な
す
。
（
同
節
）

と
記
し
て
い
る
。

　

圓
了
は
こ
の
『
日
宗
哲
学
序
論
』
を
記
す
目
的
と
し
て
、
「
宗
教
上
の
い
わ
ゆ
る
対
内
策
を
講
ぜ
ず
し
て
対
外
策
を
講
ず
る
を
要

す
」
（
同　

第
三
節
∀
と
述
べ
て
い
る
。
日
蓮
宗
は
天
台
同
様
『
法
華
経
』
を
依
経
と
し
て
い
る
が
、
天
台
は
理
の
一
念
三
千
を
、
日

蓮
は
事
の
一
念
三
千
を
説
い
て
い
る
の
が
大
き
な
違
い
で
あ
り
、
ま
た
、
日
蓮
は
国
家
社
会
と
仏
教
の
密
接
な
関
係
も
説
い
て
い

る
。

　

圓
了
は
『
法
華
経
』
に
つ
い
て
、

宇
宙
に
三
界
、
三
霊
、
三
光
、
三
性
あ
り
。
こ
れ
を
表
示
す
る
こ
と
左
の
ご
と
し
。

三
界
ー
物
界
…
…
心
界
・

三
霊
1
1
太
陽
…
…
良
心
：

三
光
1
1
日
光
…
…
心
光
：

三
性
1
1
美
…
…
…
善
…
・ …

：
絶
対
界
（
理
界
）

…
・
神
体

：
－
神
光

　

：
真
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も
し
そ
の
真
善
美
三
性
を
完
備
兼
有
す
る
も
の
を
妙
と
名
付
く
。
仏
教
は
そ
の
妙
を
開
示
し
た
る
も
の
に
し
て
、
『
法
華
経
』

　
　

の
い
わ
ゆ
る
妙
法
、
こ
れ
な
り
。
（
同
第
六
節
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
妙
に
つ
い
て
は
「
我
人
と
そ
の
体
と
の
関
係
に
居
た
り
て
は
、
実
に
奇
々
妙
々
に
し
て
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る

も
の
あ
り
。
故
に
仏
教
中
、
妙
法
、
妙
理
、
妙
心
、
妙
空
、
妙
有
等
の
語
を
用
う
」
（
『
禅
宗
哲
学
序
論
』
第
一
五
節
）
と
述
べ
、
真
如

の
本
体
と
し
て
い
る
。

　

圓
了
は
『
日
本
佛
教
』
か
ら
取
り
上
げ
続
け
て
い
る
仏
教
の
「
差
別
」
と
「
平
等
」
に
つ
い
て
、
日
蓮
の
「
当
体
義
抄
」
か
ら
、

　
　

法
性
の
妙
理
に
染
、
浄
の
二
法
あ
り
。
染
法
薫
ぜ
ば
迷
と
な
る
。
浄
法
薫
ぜ
ば
悟
と
な
る
。
悟
す
な
わ
ち
仏
界
な
り
。
迷
す
な

　
　

わ
ち
衆
生
な
り
。
こ
の
迷
、
悟
の
二
法
は
二
と
い
え
ど
も
法
性
、
真
如
は
一
理
な
り
。
（
略
）
一
妙
真
如
の
理
と
い
え
ど
も
、

　
　

悪
縁
に
あ
い
て
迷
と
な
り
、
善
縁
に
あ
い
て
悟
と
な
る
。
悟
は
す
な
わ
ち
法
性
な
り
。
迷
は
す
な
わ
ち
無
明
な
り
。
た
と
う
る

　
　

に
人
の
夢
の
ご
と
く
、
種
種
な
る
善
悪
の
業
を
見
る
も
、
夢
覚
め
し
の
ち
こ
れ
を
思
う
に
、
わ
が
一
心
の
見
し
と
こ
ろ
の
夢
な

　
　

り
と
。
一
心
と
は
法
性
、
真
如
の
一
理
な
り
。
夢
と
は
善
悪
、
迷
悟
、
無
明
法
性
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
意
を
得
れ
ば
、
悪
迷

　
　

無
明
を
捨
て
、
善
悟
法
性
を
本
と
な
す
べ
き
な
り
。

を
引
用
し
（
『
日
宗
哲
学
序
論
』
第
十
二
節
）
、
持
論
の
補
助
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
台
教
学
の
中
道
は
平
等
差
別
の
中
道
を
説

く
ゆ
え
に
、
一
念
三
千
の
法
門
を
一
念
の
変
化
に
よ
る
相
対
差
別
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
天
台
宗
と
日
蓮
宗
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
天
台
宗
が
真
如
の
理
性
を
も
っ
て
体
と
し
、
万
法
の
事
相
を
も
っ
て
用
と

す
る
の
に
対
し
て
、
日
蓮
宗
は
諸
法
実
相
を
、
「
十
界
の
諸
法
真
実
の
相
貌
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
三
界
の
依
正
、
十
界
の
諸
法
、

皆
こ
れ
わ
が
本
有
無
作
の
三
身
、
如
来
常
住
不
滅
一
体
不
二
な
る
相
を
い
ふ
な
り
」
（
『
日
蓮
宗
大
意
』
の
釈
、
『
日
宗
哲
学
序
論
』
第
十

六
節
）
と
し
て
事
体
理
用
を
と
る
と
し
、
両
者
を
表
裏
一
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
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ま
た
鎌
倉
仏
教
に
つ
い
て
も
、
融
通
無
擬
の
中
道
ゆ
え
に
「
浄
土
門
は
天
台
と
密
着
な
関
係
を
有
し
、
そ
の
原
理
は
天
台
の
裏
面

よ
り
分
か
れ
た
る
も
の
」
（
『
真
宗
哲
学
序
論
』
第
十
六
節
）
で
あ
る
た
め
、
浄
土
門
も
日
蓮
宗
も
同
じ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
を
娑

婆
即
寂
光
土
（
日
蓮
）
と
み
る
の
も
、
地
獄
と
み
る
（
浄
土
門
）
の
も
此
土
と
西
方
十
万
億
土
と
の
差
も
、
結
局
は
自
身
の
感
覚
智

識
の
問
題
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
哲
学
と
し
て
の
仏
教
の
両
面
性
を
と
ら
え
た
の
で
あ
り
、
信
仰
を
伴
っ
た
宗
教

に
な
る
と
、
そ
の
肝
心
は
各
々
の
「
信
」
、
た
と
え
ば
、
浄
土
門
の
で
は
阿
弥
陀
如
来
へ
の
信
が
絶
対
必
要
不
可
欠
と
な
り
、
日
蓮

宗
で
は
十
界
曼
茶
羅
が
絶
対
と
な
る
こ
と
か
ら
、
話
が
信
仰
に
向
か
う
と
、
圓
了
の
説
は
歯
切
れ
が
悪
く
な
る
。

　

し
か
も
、
「
信
」
か
ら
生
じ
る
不
可
思
議
な
力
、
「
功
徳
」
に
対
し
て
、
圓
了
は
迷
信
と
し
て
一
向
だ
に
し
な
い
姿
勢
を
と
っ
て
い

る
。
病
気
治
癒
や
商
売
繁
盛
と
い
う
現
世
利
益
に
対
す
る
圓
了
の
迷
信
攻
撃
は
、
『
妖
怪
学
講
義
』
緒
言
に
お
け
る
仮
怪
に
対
す
る

攻
撃
と
同
じ
勢
い
が
あ
る
。

　

『
妖
怪
学
講
義
』
緒
言
に
は
、

　
　

も
し
そ
の
人
、
一
団
の
心
灯
を
暗
室
に
点
じ
き
た
ら
ば
、
一
大
天
地
た
ち
ど
こ
ろ
に
美
妙
の
光
景
を
現
じ
、
破
窓
撤
屋
も
た
ち

　
　

ま
ち
変
じ
て
金
殿
玉
楼
と
な
り
、
衆
苦
多
患
の
世
界
も
仙
境
楽
園
と
な
り
、
そ
の
は
じ
め
妖
中
の
妙
と
な
る
べ
し
。
こ
の
理
を

　
　

人
に
示
す
は
実
は
妖
怪
研
究
の
目
的
に
し
て
、
さ
き
に
仮
怪
を
払
っ
て
真
怪
を
開
く
と
は
こ
れ
、
こ
れ
を
い
う
な
り
。

と
あ
る
。
仮
怪
は
超
然
と
し
て
人
を
迷
苦
の
中
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
し
、
迷
信
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

　

圓
了
が
実
際
宗
の
中
に
も
と
め
た
も
の
は
、
同
じ
現
世
利
益
と
い
っ
て
も
、
金
も
う
け
や
病
気
治
癒
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
日
蓮
の
説
く
よ
う
な
個
人
レ
ベ
ル
か
ら
国
家
レ
ベ
ル
ま
で
を
照
ら
す
智
の
光
明
で
あ
り
、
国
家
の
改
良
で
あ
っ
た
。

　

圓
了
の
仏
教
理
念
の
根
幹
に
は
、
「
政
治
の
裏
面
に
必
ず
宗
教
の
存
す
る
あ
り
て
、
一
国
の
安
寧
を
保
持
す
る
を
み
る
。
政
治
は

車
の
ご
と
く
、
宗
教
は
油
の
ご
と
く
、
政
治
を
し
て
円
満
に
回
転
せ
し
む
る
も
の
は
宗
教
な
り
」
（
『
真
宗
哲
學
序
論
』
第
三
十
八
説
）
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と
い
う
、
護
法
愛
国
（
後
の
護
国
愛
理
）
、
す
な
わ
ち
、
実
社
会
で
活
き
る
仏
教
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
日
蓮
宗
は
「
世
間
教

も
し
く
は
国
家
教
」
（
『
日
宗
哲
學
序
論
』
第
二
十
四
節
）
で
あ
る
か
ら
、
厭
世
臭
の
強
い
宗
教
と
は
異
な
り
、
圓
了
の
考
え
る
仏
教
改

革
に
近
い
も
の
と
な
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
護
法
愛
国
か
ら
護
国
愛
理
へ
の
言
葉
の
転
換
で
あ
り
、
圓
了
は
次
第
に
法
理
よ
り
も
国
家
を
先
に
置
く

よ
う
に
な
る
。
法
を
護
る
こ
と
が
国
を
愛
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
く
、
国
を
護
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
の
立
脚
点

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
法
理
を
愛
し
伝
え
る
こ
と
へ
つ
な
が
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
く
ら
尊
い
法
が
あ
っ
て
も
、
そ

れ
を
伝
え
る
人
が
存
在
し
な
け
れ
ば
何
も
な
ら
な
い
。
日
蓮
が
国
家
の
重
要
性
を
強
く
説
い
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　

こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
日
蓮
の
我
身
成
仏
（
即
身
成
仏
）
、
此
土
即
寂
光
（
娑
婆
即
寂
光
土
）
は
護
国
へ
と
つ
な
が
り
、
当
時
の

代
表
的
な
日
蓮
主
義
者
・
田
中
智
学
の
、
富
国
強
兵
・
治
国
平
天
下
の
教
え
が
圓
了
と
リ
ン
ク
す
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

政
治
法
律
の
改
良
、
教
育
学
術
の
進
歩
も
同
様
に
智
学
の
取
り
組
ん
だ
課
題
で
あ
り
、
こ
れ
と
類
似
し
た
改
革
案
を
圓
了
は
『
真
宗

哲
学
序
論
』
第
二
十
四
節
で
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
蓮
宗
の
活
動
に
対
す
る
圓
了
の
評
価
は
、
明
治
仏
教
改
革
運
動

の
代
表
で
も
あ
る
田
中
智
学
の
活
動
を
モ
デ
ル
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

　

田
中
智
学
と
い
う
人
物
は
、
明
治
十
三
年
に
宗
門
改
革
を
目
指
し
て
蓮
華
会
、
同
十
七
年
に
は
立
正
安
国
会
、
そ
し
て
大
正
三
年

に
は
国
柱
会
を
結
成
し
た
、
僧
籍
か
ら
還
俗
し
た
在
家
主
義
の
活
動
家
で
あ
る
。
智
学
は
、
明
治
二
十
二
年
一
月
に
『
仏
教
僧
侶
肉

食
論
』
を
著
し
、
同
年
二
月
に
は
『
帝
国
憲
法
』
を
講
義
、
明
治
二
十
四
年
四
月
機
関
紙
「
獅
子
王
」
を
創
刊
す
る
な
ど
言
論
界
や

宗
教
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
宗
門
改
革
祖
道
復
古
運
動
、
純
粋
日
蓮
主
義
を
展
開
す
る
な
ど
、
仏
教
改

革
の
み
な
ら
ず
社
会
的
な
運
動
を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　

圓
了
が
『
真
宗
哲
學
序
論
』
の
第
三
十
七
節
に
、
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真
宗
に
お
い
て
、
出
世
間
遁
世
の
宗
風
を
一
変
し
て
世
間
俗
流
の
宗
規
を
立
て
、
僧
侶
の
蓄
妻
撤
肉
を
許
し
、
王
法
為
本
を
説

　
　

き
、
敬
神
愛
国
、
仁
義
礼
譲
の
ご
と
き
世
道
を
遵
守
す
る
こ
と
を
勧
め
、
国
家
と
共
に
そ
の
教
え
を
盛
ん
に
せ
ん
こ
と
を
期
し

　
　

た
る
が
ご
と
き
、
こ
れ
な
り
。
そ
れ
古
来
国
利
を
助
け
民
福
を
進
め
て
、
世
教
政
道
に
稗
補
す
る
と
こ
ろ
少
な
か
ら
ざ
り
し

　
　

は
、
余
が
弁
を
待
た
ず
。

と
述
べ
て
い
る
内
容
は
、
智
学
の
持
論
で
あ
る
立
正
安
国
と
も
共
通
点
が
多
い
。
ま
た
、
第
三
十
八
節
に
は
「
今
よ
り
数
年
の
後
に

は
必
ず
政
界
の
渡
頭
に
立
ち
て
宗
教
の
舟
を
呼
ぶ
と
き
あ
ら
ん
。
こ
れ
に
お
い
て
始
め
て
宗
教
改
良
の
論
、
政
治
上
の
一
大
問
題
と

な
る
べ
し
」
と
述
べ
、
政
治
に
お
け
る
宗
教
界
の
重
要
性
を
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
智
学
の
純
粋
日
蓮
主
義
の
興
隆
に
近
似
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

宗
教
と
国
家
の
関
係
を
重
視
し
た
圓
了
に
と
っ
て
、
『
日
宗
哲
学
序
論
』
第
二
十
五
節
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
立
正
安
国
論
」
の

「
世
は
義
農
の
世
と
な
り
、
国
は
唐
虞
の
国
と
な
ら
ん
。
し
か
る
の
ち
に
、
法
水
の
浅
深
を
斜
酌
し
、
仏
家
の
棟
梁
を
崇
重
せ
ん
。
」

は
娑
婆
即
寂
光
土
の
実
現
で
あ
り
、
国
家
の
理
想
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
圓
了
は
日
蓮
宗
門
の
よ
う
に
妙
法
に
対
す
る
信
力
が
な
い
た
め
、
法
華
一
乗
は
強
調
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
、
浄
土
真
宗
に
は
思
い
入
れ
が
あ
る
に
し
て
も
、
各
宗
派
・
教
義
に
関
し
て
当
た
り
障
り
の
無
い
解
説
を
し
て
い
る
圓
了
に

と
っ
て
日
蓮
の
妙
法
に
対
す
る
絶
対
的
正
義
は
あ
く
ま
で
も
仏
教
全
体
の
正
義
で
し
か
な
い
。
圓
了
の
日
蓮
理
解
は
あ
く
ま
で
も
仏

教
哲
学
的
な
観
点
・
社
会
思
想
的
な
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

　

圓
了
の
日
蓮
理
解
は
、
同
書
第
二
十
六
節
の
「
本
宗
の
同
権
論
」
を
見
て
も
分
か
る
。
こ
こ
で
は
『
法
華
経
』
の
女
人
成
仏
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
が
、
圓
了
は
女
人
成
仏
が
二
乗
作
仏
と
と
も
に
一
切
衆
生
悉
皆
成
仏
の
証
明
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ず
に
、
社
会
的

な
女
性
の
権
利
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
女
人
成
仏
・
二
乗
作
仏
は
草
木
成
仏
と
と
も
に
日
蓮
宗
に
お
け
る
娑
婆
即
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寂
光
土
の
証
明
と
な
る
大
事
な
法
門
で
あ
る
の
に
対
し
、
天
台
教
学
を
も
っ
て
説
明
し
た
だ
け
で
、
日
蓮
が
な
ぜ
妙
法
で
な
け
れ
ば

一
切
衆
生
救
済
が
で
き
な
い
と
考
え
た
の
か
は
全
く
説
明
し
て
い
な
い
。

　

前
述
の
高
山
樗
牛
の
作
品
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
は
鎌
倉
時
代
の
日
蓮
に
始
ま
る
が
、
圓
了
の
時
代

に
は
田
中
智
学
の
純
粋
日
蓮
主
義
に
よ
っ
て
国
家
政
策
理
念
に
至
る
の
で
あ
る
。
田
中
智
学
の
仏
教
運
動
は
、
良
く
も
悪
し
く
も
当

時
の
宗
教
界
に
一
大
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　

ま
た
、
圓
了
は
日
蓮
宗
の
長
所
と
し
て
、

　
　

第
一
に
、
天
台
一
元
の
高
妙
な
る
哲
理
を
よ
く
実
際
に
応
用
し
き
た
り
て
、
単
純
易
修
の
宗
教
門
を
開
き
た
る
に
あ
り
。

　
　

第
二
に
、
法
華
本
門
の
仏
を
立
て
て
、
偶
像
教
の
風
を
除
き
た
る
に
あ
り
。

　
　

第
三
に
、
仏
教
厭
世
の
風
を
一
変
し
て
、
楽
天
の
道
を
開
き
た
る
に
あ
り
。
（
同
第
二
十
八
節
）

を
挙
げ
て
い
る
が
、
先
述
の
通
り
、
天
台
の
理
の
一
念
三
千
と
日
蓮
の
事
の
一
念
三
千
と
が
仏
法
的
に
全
く
次
元
の
違
う
も
の
で
あ

る
こ
と
を
説
明
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
日
蓮
宗
の
修
行
法
は
唱
題
折
伏
で
あ
り
、
一
見
浄
土
門
の
称
名
と
か
わ
り
が
無
い
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
日
蓮
自
身
、
不
軽
菩
薩
の
行
で
あ
り
難
行
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
た
だ
口
で
唱
え
る
だ
け
で
は

な
い
大
変
厳
し
い
修
行
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
浄
土
真
宗
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
さ
え
確
信
す
れ
ば
後
は
他
力
で

あ
る
ゆ
え
易
行
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
蓮
宗
は
唱
題
及
び
折
伏
の
自
行
化
他
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
特
に
化
他

行
に
関
し
て
は
、
易
行
と
は
決
し
て
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
圓
了
が
同
節
で
述
べ
て
い
る
日
蓮
宗
の
短
所
で
あ
る
が
、
宗
教
に
利
益
は
つ
き
も
の
で
あ
る
し
、
信
仰
に
よ
る
不
可
思
議

な
力
は
や
は
り
現
世
利
益
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
教
は
確
か
に
現
世
利
益
を
誇
張
し
て
人
を
だ
ま
す
イ
ン
チ
キ
も

あ
れ
ば
迷
妄
に
陥
り
や
す
い
弊
害
も
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
深
い
信
仰
心
と
教
学
の
研
鎖
が
重
要
な
の
で
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あ
る
。
圓
了
の
哲
学
的
思
考
は
、
あ
く
ま
で
も
迷
妄
に
陥
ら
な
い
た
め
の
武
器
で
あ
る
。
し
か
も
、
信
仰
心
は
無
関
係
で
あ
る
た

め
、
深
い
信
仰
心
も
教
学
の
研
鐙
も
論
外
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
圓
了
の
啓
蒙
対
象
で
あ
る
「
愚
民
」
に
対
し
て
衛
生
医
法
や
福
徳

に
つ
い
て
の
例
を
あ
げ
、
現
世
利
益
の
間
違
い
を
犯
さ
な
い
よ
う
注
意
を
促
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
日
蓮
に
関
す
る
重
要
事
項
と
し
て
は
、
『
日
宗
哲
学
序
論
』
の
最
後
、
第
二
十
九
節
の
終
り
で
、
圓
了
は
日
蓮
の
仏
教
は

「
時
に
か
な
い
て
の
み
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

　

日
蓮
は
「
撰
時
抄
」
等
で
、
「
仏
法
は
時
に
よ
る
べ
し
」
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
を
圓
了
は
仏
教
の
時
代
的
変
革
と
解
釈
し
て

い
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
明
治
の
近
代
国
家
が
西
洋
哲
学
的
な
解
釈
に
よ
る
仏
教
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
仏
教
哲
学
の
近
代
化
、

国
家
の
改
良
を
考
え
た
こ
と
と
一
致
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
圓
了
の
日
蓮
解
釈
は
独
善
的
で
あ
る
が
、
天
台
の
理
念
か
ら
日
蓮
の
実
践
の
宗
教
へ
移
っ
た
こ
と
で
仏
教
が
現

実
的
理
念
と
し
て
社
会
の
改
善
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
、
圓
了
が
諸
法
実
相
と
事
の
一
念
三
千
論
を
仏
教
哲
学
の
根
幹

と
み
た
こ
と
が
本
文
か
ら
理
解
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
中
道
実
相
は
ま
た
、
『
妖
怪
学
講
義
』
の
中
心
思
想
で
あ
る
「
真
怪
」
1
1
「
真
如
」
か
ら
、
圓
了
の
思
想
の
根
本
を

な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
こ
と
を
『
妖
怪
学
講
義
』
総
論
（
二
七
八
〜
二
七
九
頁
）
で
、
「
真
怪
は
絶
対
無
限
に
し
て
不
可
知
的
」
で
あ
り
、
天
地
万
物

は
す
べ
て
「
真
怪
の
本
体
よ
り
開
発
し
た
も
の
」
で
、
真
怪
の
霊
光
を
天
啓
、
心
中
に
真
怪
を
含
有
し
て
い
る
こ
と
を
コ
切
衆
生

悉
有
仏
性
」
で
あ
る
と
圓
了
は
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
「
真
怪
」
は
す
な
わ
ち
妖
怪
に
お
け
る
「
真
如
」
で
あ
り
る
か
ら
圓
了
の

真
理
は
真
如
と
言
い
換
え
て
よ
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

圓
了
は
そ
の
生
涯
を
眺
め
て
も
、
仏
教
信
仰
者
と
は
言
い
難
い
が
、
仏
教
の
真
髄
を
現
実
的
応
用
に
変
換
し
た
実
践
哲
学
を
提
唱
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し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

仏
教
の
真
如
実
相
を
哲
学
の
極
理
と
し
た
こ
と
か
ら
、
ま
た
仏
教
に
対
す
る
広
い
視
野
を
感
じ
る
こ
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